
民衆が作りたる風景
森
も り も と

本 孝
たかし

エッセイ千字文千字文
プロフィール
１９４５年大分県生まれ。漁業漁場研究家。
日本の農山漁村を歩いた後、発展途上国
の漁村振興計画調査に従事。周防大島（す
おうおおしま）文化交流センター参与等も
務めた。この間、宮本常一が主催した月刊
誌『あるく みる きく』の執筆・編集をおこ
なうほか、『舟と港のある風景』（農文協）
などの著作を発表。現在は同誌を地域別、
テーマ別に再編集した『あるく みる きく 
双書 宮本常一とあるいた昭和の日本』全
25巻（農文協）の編纂に携わっている。
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息
を
呑
む
風
景
に
出
合
っ
た
こ
と
が
あ

る
。
と
言
っ
て
も
何
の
変
哲
も
な
い
風
景

だ
っ
た
が
…
…
。
も
う
三
〇
年
も
前
の
秋

の
京
都
府
丹た

ん

後ご

半
島
で
の
こ
と
だ
。
海
岸

部
か
ら
山
に
分
け
入
り
、
曲
り
く
ね
っ
た

道
を
車
で
走
っ
て
い
る
と
、
ふ
い
に
山
間

に
黄
金
色
の
稲
穂
が
実
っ
た
小
さ
な
田た

ん
ぼ圃

が
あ
ら
わ
れ
た
。
思
わ
ず
車
を
止
め
、
し

ば
し
風
に
そ
よ
ぐ
稲
穂
に
眺
め
入
っ
た
。

こ
れ
も
三
〇
年
も
前
の
こ
と
だ
が
、
三
陸

沿
岸
の
旅
で
は
、
気け

仙せ
ん
ぬ
ま沼

湾
や
大お

お
ふ
な船

渡と

湾

で
、
海
面
一
杯
に
カ
キ
イ
カ
ダ
や
ワ
カ
メ
、

コ
ン
ブ
養
殖
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
浮
玉
が

浮
か
ぶ
風
景
に
出
合
っ
た
。
青
い
海
に
イ

カ
ダ
や
浮
玉
が
映
え
て
、
い
つ
ま
で
眺
め

て
い
て
も
飽
き
な
か
っ
た
。

「
日
本
の
自
然
に
人
の
手
が
加
わ
っ
て

い
な
い
も
の
は
な
い
」
と
説
い
た
の
は
、

民
俗
学
者
宮み

や
も
と本

常つ
ね
い
ち一

で
あ
る
。
彼
の
持

論
は
「
風
景
は
民
衆
が
作
り
、
作
り
上

げ
ら
れ
た
も
の
」
で
あ
り
、「
そ
の
風
景

こ
そ
が
人
の
心
を
豊
か
に
し
て
く
れ
る
」

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
実
際
、
名
所

で
も
な
い
丹
後
半
島
の
山
中
の
道
端
に

私
が
思
わ
ず
車
を
止
め
た
の
も
、
三
陸
の

湾
一
面
を
彩
る
養
殖
風
景
に
立
ち
止
っ

た
の
も
、
人
が
作
り
出
し
た
そ
れ
ら
の

風
景
の
ど
こ
か
に
温
も
り
や
豊
か
さ
を

感
じ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

ダ
ム
建
設
に
よ
り
昭
和
六
〇
年
に
離
村

し
た
新
潟
県
の
山
間
の
集
落
、
三み

お
も
て面
の
栗

の
樹
林
も
印
象
に
残
っ
た
。
三
面
集
落
の

川
向
か
い
の
山
麓
に
広
が
る
栗
林
は
、
村

人
が
長
年
か
け
て
天
然
の
森
か
ら
雑
木
を

引
き
抜
き
栗
林
に
作
り
か
え
て
き
た
も
の

だ
っ
た
。
栗
の
木
の
下
の
雑
草
は
、
は
じ

け
て
落
ち
た
栗
の
実
が
草
む
ら
に
紛
れ
な

い
よ
う
に
払
わ
れ
て
い
た
。
天
然
と
思
わ

れ
た
栗
林
が
実
は
村
人
が
手
を
加
え
て
作

り
上
げ
た
自
然
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
最
近
の
日
本
の
山
野
は
種
々
の

理
由
で
そ
の
荒
廃
が
著
し
く
目
立
つ
よ
う

に
な
っ
た
。
昭
和
三
〇
年
、
四
〇
年
代
に

は
根
菜
類
や
雑
穀
、
柑か

ん
き
つ橘

類
が
彩
っ
て
い

た
瀬
戸
内
の
島
々
も
、
今
は
雑
草
や
竹
林

に
覆
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
こ
に
は
美
し
さ

も
豊
か
さ
も
感
じ
ら
れ
な
い
。
こ
の
ま
ま

で
は
、
日
本
人
は
自
然
と
向
き
合
う
心
や

生
き
方
、
そ
の
技
術
を
失
っ
て
し
ま
う
の

で
は
な
い
か
、
少
し
ば
か
り
心
配
に
な
る
。

福
島
か
ら
八は

ち
の
へ戸

ま
で
の
東
北
日
本
の
太

平
洋
沿
岸
で
実
に
多
く
の
人
命
を
奪
い
、

人
々
の
生
産
・
生
活
の
場
で
あ
っ
た
沿
岸

を
破
壊
し
た
三
・一
一
の
大
津
波
が
、
こ
う

し
た
風
景
の
荒
廃
に
拍
車
を
か
け
る
こ
と

が
懸
念
さ
れ
た
。
だ
が
震
災
後
の
六
月
下

旬
に
三
陸
を
訪
ね
て
み
る
と
、
岩
手
県
の

山や
ま

田だ

町ま
ち

の
海
に
は
す
で
に
カ
キ
養
殖
の
イ

カ
ダ
が
浮
か
び
、
宮み

や

古こ

市
重お

も
え茂

半
島
の
浦

で
も
海
藻
養
殖
の
準
備
に
勤い

そ

し
む
人
々
の

姿
が
あ
っ
た
。
自
然
と
向
き
合
い
生
き
て

き
た
人
々
だ
か
ら
こ
そ
、
自
然
を
作
り
出

し
て
い
く
能
力
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
だ

と
思
え
た
。
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